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今
年
は
元
日
に
能
登
半
島

地
方
を
最
大
震
度
７
の
大
地

震
が
襲
い
、
甚
大
な
被
害
を

も
た
ら
し
、
翌
２
日
に
は
羽

田
空
港
で
被
災
地
へ
救
援
物

資
を
運
ぶ
海
上
保
安
庁
機
と

日
航
機
と
の
衝
突
炎
上
事
故

が
突
発
す
る
な
ど
の
衝
撃
的

な
惨
事
が
相
次
ぎ
、
新
年

早
々
か
ら
社
会
不
安
が
高
ま

っ
て
い
ま
す
。

海
外
に
目
を
転
ず
る
と
、

間
も
な
く
３
年
目
を
迎
え

る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
は
膠

着
状
態
に
あ
り
、
パ
レ
ス
チ

ナ
の
ガ
ザ
自
治
区
に
お
け

る
ハ
マ
ス
対
イ
ス
ラ
エ
ル
戦

争
も
深
刻
化
の
様
相
を
呈
し

て
い
ま
す
。
ま
た
今
年
は
、

米
大
統
領
選
（
１１
月
）
を
は

じ
め
、
多
く
の
国
で
重
要
な

国
政
選
挙
が
予
定
さ
れ
て

お
り
、
そ
の
結
果
い
か
ん
に

よ
っ
て
世
界
情
勢
は
大
き
く

変
わ
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。こ

の
よ
う
な
不
安
と
激
動

の
世
界
に
あ
っ
て
、
日
本
は

今
後
ど
う
対
応
し
て
い
く
べ

き
か
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を

果
た
し
て
い
く
べ
き
か
が
問

わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
に

つ
け
て
も
気
に
な
る
の
は
、

近
年
、
日
本
の
国
際
社
会
に

お
け
る
プ
レ
ゼ
ン
ス
（
存
在

感
）
が
徐
々
に
減
少
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
す
。

戦
後
の
日
本
は
軍
事
、
政

治
面
で
は
と
も
か
く
、経
済
、

産
業
面
で
は
長
年
一
流
国
と

自
負
し
て
き
ま
し
た
。
「
ジ

ャ
パ
ン
・
ア
ズ
・
ナ
ン
バ
ー

ワ
ン
」
な
ど
と
い
う
本
（
エ

ズ
ラ
・
ヴ
ォ
ー
ゲ
ル
著
、
１

９
７
９
年
刊
）
が
持
て
は
や

さ
れ
た
時
期
も
あ
り
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
バ
ブ
ル
崩

壊
後
の
「
失
わ
れ
た
３０
年
」

を
経
て
、
経
済
的
地
位
も
低

下
し
、
い
ま
や
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ

で
ド
イ
ツ
に
抜
か
れ
、
い
ず

れ
イ
ン
ド
に
も
抜
か
れ
て
世

界
第
５
位
に
転
落
す
る
見
通

し
。
人
口
一
人
あ
た
り
の
名

目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
で
も
、
２２
年
は
Ｏ

Ｅ
Ｃ
Ｄ
（
経
済
協
力
開
発
機

構
）
加
盟
国
３８
の
う
ち
２１
位

ま
で
下
落
し
ま
し
た
。
こ
れ

は
円
安
の
せ
い
も
あ
り
ま
す

が
、
日
本
経
済
自
体
が
衰
弱

し
て
い
る
結
果
で
あ
る
こ
と

は
否
め
ま
せ
ん
。

経
済
以
外
の
分
野
で
も
科

学
技
術
、
情
報
化
な
ど
の
分

野
で
の
低
迷
、
衰
退
が
目
立

ち
、
日
本
は
明
ら
か
に
一
流

半
、
い
や
二
流
国
に
な
り
つ

つ
あ
る
と
も
さ
さ
や
か
れ
、

こ
の
ま
ま
で
は
早
晩
Ｇ
７
の

メ
ン
バ
ー
の
地
位
を
失
う

の
で
は
な
い
か
と
い
う
悲

観
的
な
予
測
も
聞
か
れ
ま

す
。そ

し
て
そ

の
原
因
は
、

日
本
人
の

「
基
礎
体
力
」

が
基
本
的
に

低
下
し
て
い

る
か
ら
だ
、

も
っ
と
は
っ

き
り
言
え

ば
、
日
本
人

自
身
が
「
劣

化
」
し
て
い

る
か
ら
だ
と

い
う
自
嘲

的
、
自
虐
的

な
見
方
が
増

え
て
い
る
よ

う
に
感
じ
ま

す
。確
か
に
、

大
学
の
国
際

比
較
リ
ス
ト
で
日
本
の
大
学

は
今
や
中
国
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
、
韓
国
な
ど
よ
り
下
位
に

ラ
ン
ク
さ
れ
る
場
合
が
増
え

て
い
る
し
、
各
種
の
国
際
会

議
な
ど
に
お
い
て
も
日
本
人

の
活
躍
す
る
場
面
が
以
前
に

比
べ
て
大
幅
に
減
っ
て
き
て

い
る
よ
う
な
印
象
を
受
け
ま

す
。
国
際
会
議
の
場
合
、
相

変
わ
ら
ず
英
語
で
の
発
言
力

が
弱
い
か
ら
だ
と
も
考
え
ら

れ
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

な
さ
そ
う
で
す
。

そ
も
そ
も
日
本
人
が
「
劣

化
」し
た
と
い
う
場
合
、い
つ

の
時
点
を
基
準
と
し
て
劣
化

し
た
の
か
。ま
た
劣
化
と
は
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
形
で
表

れ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
こ
で
、や
や
遠
回
り
に
な

り
ま
す
が
、議
論
の
前
提
と
し

て
、
国
家
や
民
族
の「
文
化
」

と
「
文
明
」
の
違
い
と
い
う

視
点
か
ら
ま
ず
考
え
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
と
い
っ
て

も
、
こ
こ
で「
文
化
」と「
文

明
」
の
違
い
を
哲
学
的
に
深

く
考
察
す
る
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
（
２
面
に
続
く
）

低
下
す
る
日
本
の

プ
レ
ゼ
ン
ス 文

明
と
文
化
の
視
点
で
考
え
る

日
本
人
は
劣
化
し
た
の
か
？

文
明
と
文
化
の
違
い

�

日
本
の
名
目
Ｇ
Ｄ
Ｐ
が
世
界
４
位
に
な
る

と
発
表
し
た
Ｉ
Ｍ
Ｆ（
国
際
通
貨
基
金
）本

部
�
米
ワ
シ
ン
ト
ン
で（
Ａ
Ｆ
Ｐ
時
事
）



実
は
、
私
が
高
校
生
か
大

学
生
の
頃
読
ん
だ
本
の
中

で
、
和
辻
哲
郎
（
１
９
６
０

年
没
）
と
い
う
高
名
な
哲
学

者
の
学
説
が
い
ま
で
も
記
憶

に
残
っ
て
い
ま
す
。
本
の
題

名
は
忘
れ
ま
し
た
が
、
彼
は

こ
ん
な
趣
旨
の
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
、「
文
明
」は
、

具
体
的
か
つ
客
観
的
に
記
録

さ
れ
る
の
で
、
古
い
時
代
に

発
明
・
発
見
さ
れ
た
も
の
で

も
、
後
世
の
人
に
正
確
に
継

承
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
文

化
」
は
優
れ
て
属
人
的
な
も

の
で
、
そ
の
人
が
死
ん
で
し

ま
え
ば
、
そ
の
子
孫
や
弟
子

で
も
そ
の
ま
ま
継
承
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
「
文
明
」
は
、
先
人
の

業
績
を
ベ
ー
ス
に
後
継
者
は

そ
こ
か
ら
さ
ら
に
積
み
上

げ
、
発
展
さ
せ
て
い
く
こ
と

が
で
き
る
が
、「
文
化
」は
、

そ
れ
が
で
き
な
い
か
ら
、
後

継
者
は
自
力

で
最
初
か
ら

や
っ
て
み
る

以
外
に
な

く
、
よ
ほ
ど

の
才
能
が
な

け
れ
ば
、
い

く
ら
努
力
し

て
も
先
人
の

到
達
し
た
レ

ベ
ル
を
超
え

ら
れ
な
い
。

こ
れ
を
図
式

化
し
て
言
う

と
、
文
明
の

レ
ベ
ル
は
右

肩
上
が
り
に
着
実
に
上
昇
す

る
が
、
文
化
は
い
つ
も
ゼ
ロ

に
近
い
と
こ
ろ
か
ら
ス
タ
ー

ト
す
る
の
で
、
時
に
は
マ
イ

ナ
ス
成
長
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
れ
が
劣
化
で
あ
る
。

何
分
に
も
大
昔
に
読
ん
だ

本
な
の
で
、
和
辻
学
説
を
正

確
に
引
用
し
た
わ
け
で
は
な

く
、
私
が
勝
手
に
今
風
に
拡

大
解
釈
し
た
も
の
で
す
が
、

念
の
た
め
に
、
簡
単
な
概
念

図
に
し
て
み
ま
す
。

さ
ら
に
別
の
言
い
方
を
す

る
と
、文
明
は
ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア

的
な
も
の
、
文
化
は
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
的
な
も
の
と
い
え
る

か
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、

私
た
ち
が
数
十
年
前
ま
で
使

っ
て
い
た
ラ
ジ
オ
、レ
コ
ー
ド

（
蓄
音
機
）
、
有
線
電
話
は

廃
れ
、今
や
完
全
に
テ
レ
ビ
、

パ
ソ
コ
ン
、
Ｃ
Ｄ
、
ス
マ
ホ

（
携
帯
電
話
）
に
取
っ
て
替

わ
ら
れ
、
音
質
も
画
質
も
飛

躍
的
に
進
歩
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
、そ
の
最
新
型
テ
レ
ビ

で
日
常
的
に
流
れ
て
く
る
情

報
や
娯
楽
番
組
の
レ
ベ
ル
と

な
る
と
、
全
く
進
歩
し
て
い

な
い
ど
こ
ろ
か
退
化
し
て
い

る
の
が
現
実
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。は
っ
き
り
言
っ
て
、

大
半
が
低
俗
で
、
と
て
も
文

化
的
と
は
言
え
な
い
よ
う
な

も
の
が
氾
濫
し
て
い
ま
す
。

昔
の
ラ
ジ
オ
、
レ
コ
ー
ド

や
テ
レ
ビ（
モ
ノ
ク
ロ
）は
、

ハ
ー
ド
ウ
ェ
ア
と
し
て
は
お

粗
末
で
し
た
が
、
中
身
的
に

は
遥
か
に
上
品
（
高
級
）
だ

っ
た
と
思
い
ま
す
。
映
画
や

テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
し
て
も
、

昔
の
も
の
は
ス
ト
ー
リ
ー
的

に
は
単
純
（
ナ
イ
ー
ブ
）
で

し
た
が
、
立
派
な
内
容
の
も

の
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。

そ
れ
に
比
べ
、
最
近
の
状

況
は
ど
う
か
。
た
と
え
ば
電

車
や
地
下
鉄
に
乗
っ
た
時
な

ど
、
若
い
乗
客
の
ほ
と
ん
ど

が
一
心
不
乱
に
ス
マ
ホ
を
や

っ
て
い
る
の
で
、
相
手
に
気

づ
か
れ
な
い
よ
う
に
そ
れ
と

な
く
の
ぞ
い
て
み
る
と
、
た

い
て
い
ゲ
ー
ム
か
そ
れ
に
似

た
よ
う
こ
と
を
や
っ
て
い
る

よ
う
で
す
。
単
な
る
時
間
潰

し
で
、
他
人
に
迷
惑
を
か
け

て
い
な
い
の
だ
か
ら
よ
い
で

は
な
い
か
と
言
わ
れ
れ
ば
そ

れ
ま
で
で
す
が
、
そ
れ
に
し

て
も
大
変
な
時
間
と
知
的
エ

ネ
ル
ギ
ー
の
浪
費
で
は
な
い

か
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

も
っ
と
も
こ
れ
は
、
私
の
よ

う
な
ア
ナ
ロ
グ
人
間
の
偏

見
、
ひ
が
み
だ
と
言
わ
れ
れ

ば
そ
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん

し
、
車
内
で
文
庫
本
を
読
ん

で
い
れ
ば
文
化
的
で
教
養
が

あ
り
、
ゲ
ー
ム
ば
か
り
や
っ

て
い
れ
ば
低
俗
、
堕
落
し
て

い
る
と
決
め
つ
け
る
つ
も
り

は
あ
り
ま
せ
ん
が
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、一
世
代
以

上
前
の
日
本
人
に
比
べ
る
と

現
在
の
日
本
人
（
中
高
年
者

を
含
む
）
が
総
じ
て
�
平
和

ボ
ケ
�
し
て
い
て
、
覇
気
に

乏
し
く
、人
間
的
に
劣
化
し
て

い
る
よ
う
な
気
が
す
る
の
は

確
か
で
、私
の
よ
う
な
化
石
人

間
的
な
高
齢
者
と
し
て
は
、

こ
ん
な
こ
と
で
将
来
の
日
本

は
ど
う
な
る
の
か
、他
国
に
伍

し
て
い
け
る
の
か
、
憂
慮
に

堪
え
な
い
と
こ
ろ
。
こ
の
こ

と
は
、
と
く
に
日
本
の
政
治

家
の
質
に
つ
い
て
言
え
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

大
分
昔
の
こ
と
で
す
が
、

私
が
久
し
ぶ
り
に
海
外
勤
務

か
ら
帰
っ
て
き
て
、
テ
レ
ビ

で
政
治
家
が
話
し
て
い
る
の

を
聞
い
て
い
て
、
ひ
ど
く
気

に
障
っ
た
言
葉
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
「
何
々
さ
せ
て

い
た
だ
く
」
と
い
う
言
葉
で

す
。
例
え
ば
、
「
私
が
大
臣

を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
時

に
、
何
々
の
政
策
を
決
定
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
」
と
い
う

風
な
言
い
方
で
す
。
誰
が
最

初
に
こ
の
表
現
を
使
い
出
し

た
か
判
然
と
し
ま
せ
ん
が
、

ど
う
や
ら
「
言
語
明
瞭
、
意

味
不
明
」
と
評
さ
れ
た
竹
下

登
氏
（
元
首
相
）
な
ど
が
国

会
で
多
用
し
た
の
が
始
ま
り

で
は
な
い
か
。
な
ぜ
も
っ
と

は
っ
き
り
、
自
信
を
も
っ
て

「
私
が
大
臣
を
し
て
い
た
時

に
、
何
々
の
決
定
を
し
た
」

と
言
わ
な
い
の
か
。今
で
は
、

こ
の
表
現
は
政
治
家
だ
け
で

な
く
広
く
一
般
的
に
使
わ
れ

て
い
ま
す
。
ご
本
人
た
ち
は

謙
虚
な
、
卑
下
し
た
気
持
ち

で
言
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
い
か
に
も
責
任

逃
れ
か
、
大
衆
迎
合
的
で
、

不
愉
快
に
感
ず
る
の
は
私
だ

け
で
し
ょ
う
か
。

つ
い
で
に
言
わ
せ
て
も
ら

え
ば
、
不
祥
事
が
あ
っ
た
時

に
、
大
企
業
の
ト
ッ
プ
が
テ

レ
ビ
会
見
で
、
雁
首
そ
ろ
え

て
深
々
と
頭
を
下
げ
て
謝
罪

す
る
の
も
見
て
い
て
気
持
ち

の
よ
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。本
当
に
謝
罪
す
る
気
持
ち

が
あ
る
の
な
ら
、
責
任
を
と

っ
て
潔
く
辞
職
す
る
の
が
筋

で
す
。
テ
レ
ビ
カ
メ
ラ
の
前

で
、
不
特
定
多
数
の
人
々
に

対
し
頭
を
下
げ
る
と
い
う
こ

の
珍
妙
な
風
習
は
昔
は
無
か

っ
た
は
ず
だ
し
、
日
本
以
外

の
国
で
は
見
ら
れ
な
い
こ
と

で
、知
り
合
い
の
外
国
人
に
聞

く
と
彼
ら
も
大
い
に
違
和
感

を
感
じ
る
そ
う
で
す
。
こ
れ

も
ま
た
日
本
人
の
劣
化
の
一

例
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

つ
い
で
に
こ
の
際
、
も
う

一
つ
気
に
な
る
日
本
語
の
用

法
に
つ
い
て
。
よ
く
若
い
人

た
ち
の
会
話
の
中
で
「
…
と

か
…
と
か
」
と
い
う
の
を
耳

に
し
ま
す
。例
え
ば「
本
と
か

を
読
む
」
「
散
歩
と
か
に
行

く
」と
い
う
よ
う
に
。こ
れ
も

は
っ
き
り
断
定
す
る
よ
り
適

当
に
ぼ
か
し
た
方
が
無
難
だ

と
い
う
日
本
人
特
有
の
感
性

の
せ
い
な
の
で
し
ょ
う
が
、

昔
は
無
か
っ
た
こ
と
で
、こ
れ

も
日
本
語
の
劣
化
の
一
種
で

あ
る
と
同
時
に
、
日
本
人
の

精
神
的
劣
化
を
も
示
す
も
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

最
近
の
意
味
不
明
の
カ
タ

カ
ナ
文
字
（
「
タ
イ
パ
」「
コ

ス
パ
」
「
ス
テ
マ
」
等
々
）

の
氾
濫
や
会
社
名
を
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
３
文
字
で
表
記
す

る
傾
向
な
ど
に
つ
い
て
は
、

「
劣
化
」
以
前
の
問
題
で
、

嘆
か
わ
し
い
限
り
。
日
本
語

で
表
現
し
よ
う
と
努
力
す
る

姿
勢
が
決
定
的
に
欠
如
し
て

い
る
と
し
か
思
え
ま
せ
ん

が
、
母
国
語
を
大
事
に
し
な

い
民
族
は
早
晩
滅
び
る
と
い

う
警
句
が
あ
る
こ
と
は
ご
存

じ
の
通
り
で
す
。

さ
て
話
を
本
筋
に
戻
し

て
、
日
本
人
は
本
当
に
劣
化

し
た
の
か
。
劣
化
し
た
と
し

て
そ
れ
を
ど
う
や
っ
て
食
い

止
め
、
是
正
、
改
善
し
て
い

く
か
で
す
。
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
非
常
に
難
し
い
問
題
で
、

簡
単
に
解
答
で
き
る
わ
け
が

あ
り
ま
せ
ん
が
、
あ
え
て
一

言
で
言
え
ば
、
や
は
り
最
終

的
に
は
教
育
に
よ
っ
て
解
決

し
て
い
く
以
外
に
な
い
で
し

ょ
う
。
と
く
に
初
等
教
育
で

し
っ
か
り
対
処
し
て
も
ら
い

た
い
し
、
家
庭
教
育
も
大
事

で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
担
う
先

生
や
親
自
身
も
変
わ
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
解
決
は
期
待
で

き
な
い
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
先
ほ
ど
特
に
政
治

家
が
劣
化
し
て
い
る
と
言
い

ま
し
た
が
、
そ
の
よ
う
な
政

治
家
を
国
会
議
員
に
選
ん
だ

の
は
一
般
国
民
で
す
。
今
時

の
政
治
家
は
総
じ
て
政
策
よ

り
政
局
に
関
心
が
あ
り
、
何

よ
り
も
次
の
選
挙
対
策
で
頭

が
い
っ
ぱ
い
。
当
選
す
る
た

め
に
は
、
民
意
に
逆
ら
う
よ

り
、
民
意
に
迎
合
す
る
方
が

得
策
と
考
え
て
い
る
よ
う
で

す
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

政
治
家
の
品
質
を
改
善
す
る

に
は
、迂
遠
な
よ
う
で
す
が
、

ま
ず
民
意
の
向
上
こ
そ
が
必

要
で
す
。

現
在
一
部
の
強
権
国
家
を

除
き
、
大
多
数
の
国
で
民
主

主
義
制
度
が
採
用
さ
れ
て
お

り
、
多
少
の
違
い
は
あ
る
も

の
の
、
そ
の
基
本
は
選
挙
で

す
。
か
つ
て
チ
ャ
ー
チ
ル
は

「
民
主
主
義
は
最
低
の
制
度

だ
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
外
の

す
べ
て
の
政
治
体
制
を
除
い

て
」
と
喝
破
し
ま
し
た
が
、

民
主
主
義
を
生
か
す
も
殺
す

も
有
権
者
で
あ
る
国
民
だ
と

い
う
こ
と
を
再
認
識
せ
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
、
や
や
蛇
足
め
き

ま
す
が
、
私
は
決
し
て
日
本

の
将
来
を
悲
観
し
て
い
る
わ

け
で
も
、現
代
の
日
本
人（
若

い
人
を
含
む
）
が
他
国
と
の

比
較
で
本
質
的
に
劣
化
し
て

い
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。
仮
に
多
少

劣
化
し
て
き
て
い
る
と
し
て

も
、
い
ず
れ
ど
こ
か
で
覚
醒

し
踏
み
と
ど
ま
っ
て
、
再
び

日
本
民
族
の
底
力
を
発
揮
し

て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
信
じ
て

い
ま
す
。
た
だ
、
日
本
が
ア

ジ
ア
で
唯
一
の
先
進
国
で
あ

っ
た
私
の
現
役
時
代
と
違
っ

て
、
ラ
イ
バ
ル
と
の
競
争
の

激
し
い
現
代
世
界
に
お
い
て

は
、
あ
ま
り
長
い
昼
寝
は
禁

物
だ
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

ハ
ー
ド
と
ソ
フ
ト

日
本
人
は
劣
化
し
た
の
か
？

と
く
に
ひ
ど
い

政
治
家
の
劣
化

日
本
語
の
乱
れ
は

日
本
文
化
の
劣
化

民
主
主
義
と
政

治
家
の
品
質

元
外
交
官
。
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
法
科
大
学
院
卒
。
元

国
連
環
境
計
画
（
Ｕ
Ｎ
Ｅ
Ｐ
）
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域

代
表
、
元
外
務
参
事
官
。
退
官
後
東
海
大
学
教
授
、

現
在
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
戦
略
研
究
会
会
長
の
ほ
か
、
外

交
評
論
家
と
し
て
活
躍
中
。
新
城
市
出
身
、
８７
歳
。

日
本
人
よ
早
く

覚

醒

せ

よ

金子熊夫
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